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紹

介
今

井

源

衛

著

「
源

氏

物

語

の

研

究

」
徳

満

澄

雄

今
井
源
衛
著

「
源
氏
物
語
の
研
究

」
が
、

こ
の
夏
未
来
社
よ
り
発
行
さ
れ
た

ご
と

は
周
知

の
事
実
で
あ
っ
て
、
今
更
、
私

の
如
き
浅
学
の
輩
が
紹
介

の
筆
を

と
る
な
ど
と
・は

か
え

っ
て
著
者
に
対

し
て
非
礼
に
あ
た
る
こ
と

で
は
あ

る
が
、

著
者

に
久

し
く
私
淑
し
、
私
個
人
に
と

っ
て
、
こ
の
本
ほ
ど
深

い
感
動
と
よ
ろ

こ
び
を
も

っ
て
読
ん
だ
研
究
書

は
他

に
な

い
の
で
、
こ
の
本

の
出
版

の
よ
ろ

こ

び
を
、
で
き
る
だ

け
多
く
の
知
己
と
分

ち
あ
い
た
い
と
慰
っ
て
、
敢
え

て
紹
介

き

せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
し
た
。

本
書
の
構
成
は
、
文
芸
論
的
な
論
考
を
集

め
た

「
研
究
」
と
、
文
献
学
的
研

究
を
収

め
た

「
資
料

」
の
二
篇
に
区
分

さ
れ
、

「
研
究
」
篇

に
お

い
て
は
、
ま

ず

「
源
氏
物
語
概
説

」
の
章
に
お
い
て

「
従
来

の
諸
家
の
業
績
を
謙
虚
す
ぎ
る

ほ
ど
謙
虚
に
踏
ま
え

て
、

こ
の
物
語
の
諸
岡
題
を
多
角
的
に
追
求
し
、
随
所
に

創
見
に
満
ち
た
門

題
提
起
を
行
い
、
初

心
者

に
と

っ
て
も
懇
切

に
源
語
研
究
の

最

高
水
準
ま

で
導
入
す
る
。
次

に

「
光

源
氏

」

「
明
石
上
に

つ
い
て
」

「
兵
部

郷
宮
の
こ
と
」

「
女

三
宮

の
降

嫁
」
の
各
章

に
お
い
て
、
登
場
人

物

論

と

し

て
、
そ

の
人
物

の
置

か
れ
た
歴
史
的
社
会
的

背
景

と
、
作
者
紫
式
部

の
個
性
的

創
造
力

の
二
面
か
ら
本
文

を
分
析
し
、
著
者
の

ユ

ニ
ー
ク
な
研
究
テ
ー

マ
で
あ

る

「
歴
史
的
諸
条
件
に
囲
続

さ
れ
た
作
者
紫
式
部

の
特
異
な
創
作
主
体
と
は
何

か
」
と
い
う
問
題
を
明
快

に
追
求

し
て
み

せ
る
。
そ
し

て
、

「
時
代

設
定

の
万

法
」
の
章
に
お

い
て
は
、
登
場
人
物
論
中
、
絶

え
ず
問
題
と
な
る
作
者

の
時
代

意
識
の
在
り
方
を
総
括
し
て
解
明

し
、
さ
ら
に
次
章

「
源
氏
物
語
に
お
け
る
漢

詩
文
の
位
置

」
で
は
、
少

し
視
点
を
変
え
て
、
平
安
朝

の
学
問
と
教
養
の
主
流

で
あ
っ
た
漢
詩
叉
を
、
作
者
が
い
か
に
主
体
的
に
消
化

し
て
作
品
の
中

に
生

か

し
て
い
る
か
に

つ
い
て
探
究
す
る
。
最
後
に
、

「
戦
後

に
お

け
る
源
氏
物

語
研

究
の
動
同
」
の
章
に
お

い
て
は
、
再
度
念
を
押
す
か
の
よ
う
に
、
戦
後

の
研

究

成
果
を
、
著
者
自
ら

の
主
体
性
に
よ

っ
て
、
摂

取
、
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る

「
研
究

」
篇
で
著
者
が

一
貫

し
て
述

べ
て
い
る
こ
と
は
、
作
者
紫
式
部

の
主
体

性
追
求

の
必
要
、
並
び
に
研

究
者

の
主
体
性
確
立

の
問
題
な
の
だ
。
著
者
は
繰

り
返
し
て
説
得
す
る
。
文
芸
作
品
が
真
に
芸
術
の
名
に
価
す
る
た
め
に
は
、そ

の

作
品
が
歴
史
的
社
会
的
な
下
部
構
造

に
規
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の

一
般
性

に

解
消
し
き
れ
な

い

一
回
的
な
存
在

で
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
か
ら
、
そ
の
研
究

に

お

い
て
は
、
研
究
者
は
作
者

の
主
体
性
を
究
明
す
る
独
自

の
方
法
を
確
立
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
と
。

こ
の
信
念
が
絶
え
ず
著
者
の
配
慮

の
中
に
生
き
て
い
る



か
ら

こ
そ
、
著
者

の
論
考
を
、
所
謂
歴
史
社
会
学
派
の
、
文

学
の
史
料
化
の
如

き
も

の
と
は
根
本

的
に
異
質
的
な
、
み
ず

み
ず
し

い
感
覚
に
あ
ふ
れ
た
も

の
と

し

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら

に
云
え
ば
、
著
者
が
絶
え
ず
研
究
者
の
主
体
性
を

確
立
す

る
た
め
に
厳

し
く
自
己
を
凝
視
し
て
い
る
が
故

に
こ
そ
、
た
と
い
そ

の

研

究
動
向
が
多
分
に
放
浪
的

で
あ

っ
て
も
、
か
え
っ
て
我

々
後
進
者
に
と

っ
て

は
魅
力
的

な
の
で
あ
る
。
本
書

の
第
二
部

「
資
料

」
篇
は
、

咽
見

著
者

の
転
向

の
よ
う
な
印
象
を
与
え

る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し

こ
れ
は
、
著
者
自

ら
が
語

る
よ
う
に

「
源
氏
物
語

の
文
献
学
的
操

作
が
自
分

に
と

っ
て
は
た
し
て
何
を
意

味
す
る
か
を
確

か
め
て
み
よ
う
と
思
っ
た
結

果
の
仕
事
」
で
あ

っ
て
、
著
者
の

姿
勢
に
は
初
め
か
ら
変
り
は
な

い
と
思

う
。

「
源
氏
物
語
奥
入
の
成
立
に

つ
い

て

」
に
お
け
る
池
田
亀
鑑
説

に
対
す
る
反
論
、

「
神
宮
文
庫
蔵

『
源
語
古
抄
』

解
題
と
翻
刻
」
に
お
け
る
、
定
家
自
筆
本
奥
入
と

の
比
較
か
ら
始
ま
る
煩

環
な

文
献
の
校
合

、

「
了
悟

『
光
源
氏
物
語
本
事
」
翻
刻
と
解
題
」
に
お
け
る
、
新

資

料
の
紹
介
と
丹
念
な
考
証
、
と
い

っ
た
労
多
き
論
考
を
根
気
よ
く
読
み
進

め

な
が
ら
、
こ
れ
ら

の
論
考
が

い
ず

れ
も

源
氏
物
語
成
立
事
情
の
問
題
に
密
接

に

つ
な
が
る
も

の
だ
け
に

、
私
は
著
者
が

「
文
献
学
と
文
芸
学
と
の
間
の
二
者
択

一
は
必
然

で
は
な

い
」
と
説
く
言
葉

を
、
今
さ
ら
な
が
ら
深
く
銘
記
し
た
の
で

あ

っ
た
。

以
下
、
こ
れ
ら

の
各
論
考
に

つ
い
て
、
逐
次
章
を
追

つ
て
要
約
し

つ
ゝ
紹
介

し
て
い
く

べ
き

か
と
も
慰
う
が

、
そ
れ
も

こ
の
舌
足
ら
ず

の
紹
介
文

を
続

む
ほ

ど
の
人
に
と
つ
て
は
無
意
味
だ
と
思
う

の
で
、
は
な
は
だ
礼
存
失
す
る
こ
と

で

は
あ
る
が
、
著
者
と
私
と
の
最
初

の
出
合
で
あ
っ
た
昭
和

二
十
四

年

発

表

の

「
明
石
上
に
つ
い
て
」
の
論
考

か
ら
、
極
め
て
恣
意
的
な
感
想
を
の
べ
さ

せ
て

い
た
だ
く
。
昭
和

二
十
七
年
、
私
は
九
州
の
片
隅
で
卒
業
論
文
の
テ
ー

マ
を
探

す
た

め
に
、
雑
誌

や
単
行
本
の
源
氏
物

語
に
関
す
る
論
文
を
秩
序
も
な
く
読
ん

で

い
た
の
恋
あ
る
が
、
当
時
の
紛
糾
す

る
源
語
成
立
論
争
や
、
熾
烈
で
明
快
す

ぎ

る
左
翼
的
な
学
派

の
主
張
の
剖
に
、
全
く
混
沌
と
し
て
為
す
術
を
知
ら
な
か

つ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
に
偶
然
著
者

の
こ
の
論
考
に
接

し
、
突
然
目
が
覚

め
る

ば
か
り
の
強
烈
な
印
象
を
受
け
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
下
部
構
造
論
を
直
接

交
学

の
世
界
に
持

ち
こ
ん
だ
よ
う
な
公
式
論
に
敢
然
と
立
ち
向

っ
て
、
本
文

の

克
明
な
分
析
を
通
じ
、
物
語
の
展
開
に
添

い
な
が
ら
、
明
石

上
の
冷
静
で
知
的

な
自
己
抑
制
の
性
格
美
は
、
光
源
氏
と

の
階
層
的
落

差
か
ら
必
然
的
に
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
後

づ
け
、
同
時
に
作
者
紫
式
部
が
、
登
場
人
物

の

造
型
に
当

っ
て
、
人
物
の
根

源
的
な
人
間
感
情
と
、
外
的
な
社
会

機
構
と
の
絡

み
方
に
お
い
て
人
間
を
把
え
て
い
る
事
実
を
余
す
所
な
く
閾
明
し
て
み
せ
て
い

た
。

こ
の
論
考
に
接

し
、
源
氏
物
語
の
古
典

的
遺
産
を
ど

の
よ
う
に
継
承

す
る

か
と
い

っ
た
姿
勢
で
こ
の
物

語
に
入
り
な
が
ら

、
た
だ
情
調
的
に
こ
の
物
語

の

陰
欝
な
華
麗
さ
に
耽
溺
し
て
い
る
ば
か
り

の
私
は
、
主
体
性

を
も

っ
た
文
学
研

究
の
高
い
可
能
性
を
啓
示
さ
れ
た
と
云
っ
て
も
決
し
て
過

言
で
は
な
い
。
と
同

時
に
、
当
時

の
学
生
の
常
と

し
て
左
翼
的
で
も
あ
つ
た
私
は
、
階
級
論
的
発
想

に
基
き
な
が

ら
、
明
石
上
の
自
己
抑
制
の
美
を
自

己
の
生
活
信
条

と
し
た
作
者

に
対
し
て
、

一
言
の
批
判
的
言
辞
を
も
浴
び
せ
ず
本
文
解
剖
に
徹

し
得

た
著
者

の
冷
静
な
態
度
に
、
あ
る
種

の
不
思
議
さ
を
覚
え
た

こ
と
も
忘
れ
な

い
。
著
者

は

こ
の
私
の
疑
問
に
答
え

る
か
の
よ
う
に
、
本
書
の

「
戦
後

に
お

け
る
研
究
の

動
向

」
の
中
で
、
当
時

の
研
究
態
度

を
自
己
批
判
し
て
、

「
敗
戦
直
後
に
生
き

る
人
間
と
し
て
、
素
朴

に
ヒ
ユ
ー
メ
ン
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
自
分
が

マ
ル
キ

シ
ズ

ム
か
ら
は
距
離

の
あ

る
人
間
で
あ
る
こ
と
に
充
分
気
付
き
な
が
ら
、
し
か

も
基
本
的
に
は
、
や
は
り
階
級
論
的

に
問
題
を
設
定

も
な

い
で
は
安
ん
じ
ら
れ



な

い
よ
う
な
も

の
が
、
筆
者
の
心
の
中

に
は
あ

っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
本
質

的

に
は
、
案
外
、
理
論
よ
り
も

情
感
に
近

い
も

の
に
よ

っ
て
捉

え
ら
れ
、
そ
れ

を
方

法
の
形
に
移

し
た
と

い
う

の
が
、
私
に
と
っ
て
は
実
情
で
あ
ろ
う
。
」
と
述

べ

て
い
る
が
、

こ
の
あ
ま
り
に
正
直

す
ぎ

る
告
白
を
前
に
し
て
、
私
は
、
文
芸

論

に
お

け
る
主
体
的
方
法
確
立
の
難

し
さ
を
あ
ら

た
め
て
思

い
知
ら
さ
れ
る
の

で
あ

る
。
著
者

は
人
物
論
の
限
界

に
つ
い
て
も
、
同
じ
章
で
、

コ

人

の
人
物

に
関

す
る
本
文

の
叙
述
を
丹
念
に
洗

い
立

て
て
い
き
、
広
義

に
お

い
て
そ
の
本

文
を
解
釈
し
、
ま

た
時
に
作
品
全
体
の
構
想
主
題
と
の
関
係
を
論
じ
て
み
た
と

こ
ろ
で
、
そ
の
間
に
は
、
人
物
論
と
し

て
は
と
う

て
い
触
れ
得
な
い
よ
う
な
複

雑
な
問
題
が
幾
多
介
在

す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

(
中
略

)
主
題
自
身
も
複

雑
な
外

来
的
要
素

に
よ

っ
て
二
重
四
重
に
ふ
く
れ
上
っ
て
お
り
、
作
者
自
身

の
、

も

し
そ
う
い
う
も

の
が
あ

る
と
す
れ
ば
固
有

の
直
接
的
な
観
念
に
は
、
ど

こ
ま

で
皮
を
む

い
て
い

け
ば
達

せ
ら
れ

る
の
か
、
と

い
う
よ
う
な
疑
問

は
数
限
り
な

く

現
れ
て
く

る
。」
と
述

べ
て
い
る
が
、
著
者

の
模
、倣
を
い
ち
は
や
く

し
て
、

二

三
の
人
物
諭
を

て
が

け
て

み
た
私
は
、
あ
の
時
感
じ
た
え
た
い
の
知
れ
な

い
も

ど
か
し
さ
は
こ
う

い
う
所
に
由
来
す
る
の
か
と
、
菩
菅
の
誠
実
な
述
懐
に
触
れ

得
る
無

上
の
よ
ろ
こ
び
を
感
謝
し

つ
つ
、

こ
れ
も
今

に
し
て
思

い
知
ら
さ
れ
る

の
で
あ

る
。
本
書

の

「
戦
後

の
研
究
動
向

」
の
章
は

こ
う
い
っ
た
意
味
で
私
に

は
非
常
に
有
難
か

っ
た
。

し
か
し
物
事
に
限
界
の
な
い
も

の
は
な
い
。
菩
者
が
人
物
論
と
し
て
、

「
光

源
氏

」
の
章
に
お
い
て
、
若

き
光
源
氏
の
、
好
色
と
実
塵
さ
と
の
相
反
す
る
二

履
性
格
は
、
作
者
が

、
倫

理
の
問
題
を
意
識
し
は
じ
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
も

は
や
古
代
英
雄
諦
の
占
型
に
の
っ
と

っ
て
主
人
公
を
設
定
す
る

の
に
満
足
し
き

れ
ず
、
延
喜
天
、暦
前
後

の
律
令
体
制
再
興
を
め
ざ

す
政
教
主
義
的
風
潮

に
乗

っ

て
当
時
の
文

人
貴
族
が
理
想
と
し
た
才
徳

の
士
と
し
て
の
人
格
を
、
好
色
物
語

の
主
人
公
に
付
与

し
て
造
型
し
た
も

の
で
虜
る
と
説
き
、
そ
の
光
源
氏
が
六
条

院

の
蹴
界

で
は

「
心
長
き
」

パ
ト
ロ
ン
的
博
愛
精
神

の
持
ち
主
に
な
り
下
り

、

第

二
部

に
お

い
て
は

「
す
き
」
ま

で
も
が
悲
劇
の
原
因

に
な
っ
て

い
く
過
程
で

の
、
作
者
紫
式
部

の
主
人
公
に
対

す
る
理
想

の
変
化
を
あ
と
づ

け
る
時
、
今
迄

若
き
光
源
氏

の
性
格

の
暖
味
さ
を
、
古
代
物
語
に
お
け
る
人
間
把
握

の
甘
さ
と

か
、
技
法
の
未
熟
さ
、
ま
た
は
並
巻
と

い
っ
た
成
立
事
情

に
由
来
す
る
も

の
と

誤
魔

化
し

て
考
え
て

い
た
私

に
と

っ
て
、
作
者
が
何
故

に
こ
の
よ
う
な
二
重
性

格

の
不
自
然
な
人
物
を
造
型
し
た

の
か
、
そ

の
歴
史

の
必
然
が
よ
く
理
解

で
き

て
嬉

し
く
、
ま
た
同
じ
く
、

「
兵
部
郷
宮

の
こ
と
」
の
章

に
お

い
て
、
紫

の
上

の
父

で
あ

る
兵
部
郷
宮

を
、
作
者

が
少

々
問
抜
け
で
、
事
大
主
義
的
性
格

を
与

え

て
損
な
役
割
に
廻
し
て
い
る
の
は
、
最

初
は
、
ま

ま
こ
物
語

の
常
套

に
従

つ

て
書

い
て

い
た
智

の
が
、
後
に
、
摂
関
政
治

の
勢
力
争

い
の
場
に
実

力
も

な
い

の
に
顔
を
出

し
た
親
王
家
を
、
時
代
遅
れ

で
滑
稽

な
も

の
と
し
て
感
じ
た
時
代

ふ
る
み
や

精

神
を
反

映
し

て
造
型
し
た

の
だ
と
説

き
、
さ
ら

に
こ
の
故
宮

造
型

の
材
料
と

し
て
、
村
上
天
皇
第
四
皇
子
為

.平
親
、王
を

あ
げ

る
時
、
私
は
、
作
者
紫
式
部
が

こ

の
端

役
的
人
物
ま
で
、
如
何
に
時
代

の
心
を
反
映
さ

せ
て
造
型
し
た
か
が
詳

細

に
把
握
出
来

て
、
紫
式
部

の
偉
大
さ

に

一
層

の
驚
き

の
念
を
禁
じ
え
な

い
の

で
あ
る
。
次

に

「
女
三
宮

の
降
嫁

」
の
論
考
で
あ
る
が
、
こ
れ

ほ
ど
激
し

い
論

争

を
ま

き
起
こ
し
、
ま
た
将
来
も
呼
び
お

こ
す
で
あ
ろ
う
論
老
は
外
に
知

ら
な

い
。
著
者
は
、
若
葉
巻
冒
頭

の
朱
雀
院
婿
選
び
の
条

を
、
院

の
婿
が
ね
品
評
の

言

や
光
源
氏
を
婿
に
決
定

し
た
経

過
を
遂
条
的
に
分

析
し
、
朱
雀
院
を
.錆
誤
の

人

で
あ

る
と
結
論
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ

の
論
旨

を
要
約
す
る
と
、
ま
ず

桓
武

朝

か
ら
花
山
朝
ま
で
の
間

の
皇
女
降
嫁
の
実
例

を
史
実

に
よ
っ
て
検
証
し
、
従



来
厳
格

に
守
ら
れ
て
来
た
皇
女
独
身
主
義
が
醍

醐
朝
以
来
著

し
く
崩
壊
し
て
、

多
く

の
皇
女
が
降
嫁

し
て
い
る
事
実
を

つ
き
と

め
、
そ

の
上

で
朱
雀
院
が
女
三

宮
降
嫁
を
決
断
す
る
の
は
.時
代
通
念
に
基
く
も

の
で
あ
る
が
、
光
源
氏

の
常
識

円
満
、
将
来
安

心
、
美
男
、
皇
族
出

身
と

い
う
条
件
を
絶
対
視

し
て
女

三
宮
の

婿
に
し
て
し
ま

う
の
は
、
光
源
氏

の

「
古
せ
ぬ
あ
だ

け
心
」
と
、
ま

た
白
痴
的

な
女
.二
宮
と
六
条
院

の
多
く
の
妻
妾
達
と

の
閥

に
当
然
予

想
出
来

る
難
し

い
人

間

関
秘

を
無
視
し
た
楽
観
的
観
測

で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
昭
ら

か
に
院

の
錯
誤

で

あ

る
。
作
者
は
、
愛
情
こ
そ
他

の
何
も
の
よ
り
も
貴
重

で
あ

る
と
、
時
代

に

叫

歩

副
進
し
て
老

え
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
作
者
は
院
の
錯
誤
に
六
条
院

の
悲

劇
の

発
端

を
切

つ
た
も

の
と
し
て
暗
に
責
任

を
負
わ

せ
て

い
る
、
と
説
く
の
で

あ
る
。
こ
の
論
考

は
、
検
事
の
論
告

の
よ
う
に
激
し
い
調
子

の
む

の
で
あ

つ
た

こ
と
も
手

伝

っ
て
か
、
昭
和
三
十
年
「
文
学
」
の
六
日
号

に
発
表
さ
れ
る
や
俄
然

反
響

を
よ
ん
だ
。
当
然
、
反
対
意
見
や
修
正
意
見

の
方
が
多
か

っ
た
わ

け
で
、

ん
,
こ
こ
に
そ
れ
ら
の
意
見
を
詳
述
す
れ
ば

、
逆

に
著
者
の
論
考
の
特
異
点
が
浮

彫
に
さ
れ
る
と
は
思
う
が
、
そ
の
余
裕
も

な
い
の
で
、
著
書
の
論
考
を
読
ん
だ

当
時
か
ら
、
ま

た
二
三
の
反
響
の
論
文
を
読
ん
で
感
じ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
る

と

、

吋
、
特

に
若
莱
巻
以
後

の
よ
う
に
写
実
的

色
彩

が
濃
厚

な
物

語

に

お

い

て
、
物
語
が
準
拠
し
た
時
代

の
意
識
と
、
作
者

の
生
き
た
隠
代
の
意
識

・
登
場

人
物

の
意
識

・
作
者
の
浩
型
意
識
の
四
者

を
、
本
文

に
即
し
て
厳
密
に
臆
分
け

す

る
こ
と
は
至
難

の
わ
ざ
で
は
な
い
か
。
時
代
意
識
の
方
は
と
も
か
く
史
料

に

頼

っ
て
客
観

的
に
論
証
で
き
る
余
地
が

残
さ
れ
て

い
る
に
し

て
も
、
作
品
の
匿

界

に
お
け
る
登
場
人
物

の
意
識
と
、
作
者
の
造
型
意
識
と
を
厳
密

に

区

別

し

て
、
作
者
の
主
体
性
を
客
観
的
に
論
証
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能

で
は
な

い
か
。
二
、若

菜
巻
執
筆
以
前
に
作
者
は

六
条
院
の
悲
劇

を
新
し
く
構

想
し
、
主

題
を
定

め
、
状
況
を
設
定
し

て
、
事
件
の
結

末
が

必
然
的
で
あ
る
よ
う
に
あ
ら

か
じ

め
予
定
さ
れ
た

コ
ー
ス
で
事
件
は
発
展

さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
物

語
主
題
の
把
握

に
当

っ
て
は
著
者
が
説
く
よ
う
に
各
局
面

の
微
視
的
検
討
は
不

可
欠
で
は
あ
る
が
、
そ
の
岡
に
第

二
部
の
状
況
や
大
筋
を
ど
う
と

る
か
と

い
う

点
に

つ
い
て
、
柏
木
密
通
事
件
だ

け
で
は
な
く
、
他

の

回
見
爽
雑
的
に
み
え
る

場
面
も
含

め
て
検
討

す
る
必
要
は
な

い
か
、
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

別
の
表
現

を
す
る
と
、
著
者

の
こ
の
論
老
は
、
他

に
光
源
氏
と
紫

上
と

の
愛
情

の
危
機
、

柏
木

の
恋
な
ど
と

い

っ
た
局
面
に

つ
い
て
著
者
に
よ

っ
て
す
べ
て
論
じ

つ
く
さ

れ
た
時
は
じ

め
て
明
確
な
意
味
を
持

つ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
、
は
な
は
だ
勝
手
な

こ
と
を
書
き
流
し
て
い
る
う
ち
に
、
制
限
紙
数

の

大
半
費
し
た
の
で
、
本

書
の
約麹

三
分

の

一
を
占

め
る

「
資
料
」
篇

の
十
分
な
紹

介
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
し

か
し
も
と
よ
り
、
著
者
の
精
力
的
な
文

献
学
的
業

績
に
つ
い
て
、
私

の
如
き
素
入
が

一
言

で
も
言
及
す

る
な
ど
と
は
全

く
の
分
不
相
応
と

い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
著
者
の
結
論
の
部
分

を
抄

出
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
わ
ず
か
に
紹
介

の
任
を
果
き

せ
て

い
た
だ
く
。

「
源

氏
物
語
奥
入
の
成
立

」
と

い
う
論
考
は
、
従
来
文
献
学
の
分
野
に
絶
対
的
な
権

威
を
も

っ
て
君

臨
し

て
い
た
池
田
亀
鑑

博
士
の
所
説
に
対
す
る
果
敢
な
反
論
で

あ
る
。

即
ち
、
池
田
博
士
が
源
氏
物
語

の
構
想
論
成
立
論
に
関
し

て
、
現
存
物

語

と
は

か
な
り
相
違

し
た
原
作

の
存
在
を
推
定

す
る
に
当
り

、

一
つ
の
根
拠
と

し

て
あ
げ
た
奥
入
の
記
述
四
点
に

つ
い
て
、
綿
密
な
検
討
を
加
え
た
結

果
、
そ

れ
は
池
田
博
士
が
説
く

よ
う
に
必
ず
し
も
第

一
次
奥
入

↓

第

二
次
奥
入
の
成

立
過
程
を
と

っ
た
証
拠
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
逆

に
第
二
次

↓

第

一
次
と
考
え

る

の
に
郡
合
が
良

い
も

の
が
多
く

、
従

っ
て
第
一

次
奥
入
の
資
料
的
価
値

に
疑

問
を
拘
き
、

そ
の
点
に
関
す
る
限
り

で
は
、
池
田
博

士
の
源
氏
物
語
成

立
論
は



動
揺

せ
ざ

る
を
得
な

い
と
結

論
し

て
い
る
。
次

の

「
神
宮
文
庫
蔵
源
語
古
抄

の

解

題
と
翻
刻

」
は

こ
の
奥
入

の
研
究
に
付
随
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で

菩
者

は
、

「
源
語
古
抄

」
と

「
自
筆
本
奥
入
」
と
の
比
較
を

軸

に
、

伊

行

釈
、第

一
次
本
と

い
わ
れ
る
明
融
本
、
大
島
本
、
そ
れ
と
別
本
、
河
海
抄
所
引
奥

入

と
を
丹
念
に
校
合

し
て
、

「
占
抄
」
の
性
格

を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
そ

の

遂
条
的
結

論
を
こ
こ
に
ま

と
め
る
と
、

「
源
語
古
抄

」
は
、
定
家
没
後

あ
ま
り

年

を
距
て
ず
、
後
人
の
手
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
、
伊
行
釈
の
注
を
大
量

に
加
え
た
り
、
自
筆
本

の
定
家
説

を
取
捨

選
択
し
た
り
、
ま
た
は
自
ら
注
を
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
整
理
増
補
し
た
も
の
で
あ

る
。
特
に
そ
の
際
源
氏
物
語
難

語
注

の
域
を
脱
し
て
辞
典
的
興
味
に
奔
っ
た
結

果
、
三
〇
項
目
に
及

ぶ
有
職
故

実

の
注
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
編

者
の

一
つ
の
口
的
を
う
か
が
う

こ
と

が

で
き
る
。
本
文
系
統
と
し
て
は
、
自
筆
本
と
第

一
次
奥
入
と
を
包
括
す

る
が

如

き
形

を
と

っ
て
お
り
、
別
本
と
は
縁
が
遠

い
。
そ
の
他
、
閤
題
点
と
し

て
は
古

年

立
の
形
成
期
を
物
語
る
も

の
と
注
日
す

べ
き
年

立
に
関
す
る
事
項

を
含
む

こ

と
。
自
筆
本
で
は
竹
河
巻
末

に
在
る

「
踏
寄
曲
万
春
楽
」
の
項
が
古
抄

で
は
初

音
巻
末
と
竹
河
巻
に
重
肝
す

る
こ
と
。

(
池
田
博
十
説

の
批
判

に

つ
な
が
る

)

と
な

る
。
次

の

「
了

悟

「光
源
氏
物

語
本
事
」
翻

刻
と
解
題
し
の
章
は
、
最
近

発
見
さ
れ
た
島
原
松
平
文

原
蔵

「
歌
書
集
し
の
風
巻
第

二
条
の
全
文
七
丁

の

一

文

の
資
料
紹
介
で
あ
る
。
著
者

の
解
題
に
よ
れ
ば

、
紫
明
沙
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に

規
方

共
に
没
交
渉
で
成

立
し
た
こ
の
片

々
た
る
小
本
は
、
源
氏
物
語

の
成
立
事

情
論
や
文
学
評
論
史
、
書
誌

学
等

の
基
底
に
触

れ
る
事
項
を
多
く
含

み
、
非
常

に
興
味

深
い
。
特

に
九
州
の
片
田
舎
に
、
池
田
博

士
説

の
反
論
と
し
て
好
材
料

を
含
む
こ
の
よ
う
な
文
献

が
眠
っ
て
お
り
、
今
回

、
著
者
の
御

尽
力
よ

に
っ
て

日
の
め
を
み
た
事

は
、
私
の
よ
う
な
者

に
も
文
献
学
の
怖
し
さ
が
慰

い
知
ら
さ

れ

る

の

で
あ

っ
た

。


